
六
三

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元

―
―
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
性
―
―

山

本
　

舜

序　

論

　

本
稿
で
は
近
代
日
本
哲
学
を
代
表
す
る
二
人
の
哲
学
者
、
西
田
幾
多
郎
と
田
辺
元
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
と
は
い
え
、
よ
く
知

ら
れ
た
両
者
の
哲
学
的
対
立
、
論
争
に
注
目
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
通
り
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
両
者
は
各
々
の
哲
学
的
立
場

か
ら
対
立
し
て
溝
を
深
め
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
出
会
い
に
つ
い
て
言
え
ば
む
し
ろ
反
対
に
、
お
互
い
が
お
互
い
を
尊
敬
し
、
近
し

い
問
題
意
識
で
学
究
に
励
む
よ
う
な
積
極
的
な
関
係
に
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
を
見
る
と
、
両
者
の
関
係
に
言
及
す
る
ほ
と
ん
ど
の
見
解

は
彼
ら
の
思
想
的
対
立
に
注
目
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼
ら
が
対
立
以
前
に
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必

ず
し
も
自
明
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
対
立
以
前
、
特
に
両
者
の
出
会
い
の
現
場
に
立
ち
返
り
、
で
き
る
だ
け
そ
の

親
近
性
を
指
摘
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
両
者
の
関
係
性
を
今
一
度
見
直
す
た
め
の
基
盤
を
整
え
て
み
た
い
。

　

そ
の
際
、
両
者
の
哲
学
的
立
場
や
主
張
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
焦
点
を
当
て
、
問
題
を
哲
学
的
に
限
定
し
て
そ
の
徴
標
を

打
ち
出
し
て
お
く
こ
と
は
、
研
究
上
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。
筆
者
の
関
心
を
踏
ま
え
つ
つ
議
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
時
期
の
両

者
の
問
題
意
識
を
結
び
つ
け
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
「
数
学
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
後
い
く
ら
か
こ
の
点
に
も
触
れ
る
こ
と
に
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四

な
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
同
時
に
哲
学
へ
の
取
り
組
み
の
一
貫
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
本
稿
は
、
そ
う
し
た
問
題
自
体
の
渦
中
へ
と

深
く
入
り
込
み
、
い
わ
ば
彼
ら
の
問
題
を
筆
者
の
手
で
引
き
受
け
な
が
ら
熟
考
す
る
方
向
へ
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た

検
討
の
前
段
階
と
し
て
、
こ
の
時
期
の
両
者
の
関
係
性
や
各
々
の
問
題
意
識
の
形
成
を
で
き
る
限
り
立
証
的
に
見
通
す
こ
と
に
、
あ
く
ま

で
力
点
を
置
く
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
ま
ず
は
歴
史
研
究
的
な
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
。
そ
も
そ
も
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期

の
内
状
に
関
し
て
は
、
従
来
の
研
究
で
も
十
分
判
明
に
な
っ
て
い
な
い
事
柄
が
未
だ
に
多
い
。
時
系
列
に
沿
っ
て
書
簡
や
日
記
を
確
認
し

て
い
く
こ
と
で
、
曖
昧
だ
っ
た
こ
の
時
期
の
両
者
の
関
係
を
そ
れ
な
り
に
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
単
に
史
料
的
整
理
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
の
哲
学
的
考
究
に
関
し
て
も
同
様
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
田
正
勝
が
既

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
西
田
、
田
辺
が
執
筆
し
た
諸
論
文
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
お
互
い
を
意
識
し
て
い
る
内
容

が
随
所
に
見
出
さ
れ
る
。
藤
田
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
西
田
と
田
辺
の
あ
い
だ
で
な
さ
れ
た
思
想
的
な
応
答

と
し
て
、ひ
と
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（

1
）と
述
べ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
連
綿
と
し
た「
思
想
的
な
応
答
」

に
注
目
す
る
と
き
、
彼
ら
の
関
係
性
は
昭
和
期
以
降
の
険
悪
な
対
立
か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
と
は
相
当
異
な
っ
た
在
り
方
で
確
認
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
従
来
こ
の
時
期
の
田
辺
は
数
理
・
科
学
哲
学
と
新
カ
ン
ト
学
派
的
認
識
批
判
研
究
の
時
期
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き

た
が
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
も
本
稿
で
あ
る
程
度
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
考
察
の
射
程
を
一
九
一
〇
年
代
に
限
定
し
、
次
の
よ
う
に
区
分
け
し
て
論
じ
る
。

一　
「
純
粋
経
験
」
と
心
理
主
義　
（
一
九
一
〇
―
一
九
一
二
）

二　

交
流
の
起
点
―
―
自
然
科
学
と
歴
史
を
め
ぐ
っ
て　
（
一
九
一
三
）

三　

書
簡
か
ら
見
る
心
理
主
義
的
術
語
の
克
服　
（
一
九
一
四
）



六
五

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

四　

数
の
生
成
、
基
礎
づ
け
―
―
数
学
と
現
象
学
へ
の
関
心　
（
一
九
一
五
―
一
九
一
七
）

五　

田
辺
の
博
士
号
取
得
と
京
都
帝
国
大
学
招
聘　
（
一
九
一
八
―
一
九
一
九
）

　

両
者
の
出
会
い
を
論
じ
る
上
で
、
一
九
一
〇
年
代
は
奇
し
く
も
高
い
利
便
性
を
備
え
て
い
る
。
ま
ず
一
九
一
〇
年
は
、
西
田
が
京
都
帝

国
大
学
に
―
―
倫
理
学
担
当
と
し
て
で
は
あ
る
が
―
―
助
教
授
と
し
て
就
任
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、「
京
都
の
西
田
幾
多
郎
」

が
始
動
し
た
年
で
あ
る
と
言
え
る
。
加
え
て
、
田
辺
は
同
年
に
「
措
定
判
断
に
就
て
」
と
い
う
処
女
作
を
発
表
し
て
お
り
、
研
究
者
と
し

て
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。
翌
年
、
弘
道
館
か
ら
『
善
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
田
辺
は
東
北
帝
国
大
学
で
教
壇
に
立
ち
、
西
田
と
書
簡
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
孤
独
に
研
究
を
続
け
た
。
こ
の
「
東
北
の
田

辺
元
」
は
、
や
が
て
こ
の
時
期
の
成
果
を
博
士
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
後
に
、
京
都
帝
国
大
学
に
助
教
授
と
し
て
招
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
招
聘
の
年
が
ち
ょ
う
ど
一
九
一
〇
年
代
の
終
わ
り
の
年
で
あ
る
一
九
一
九
年
に
当
た
る
。
以
下
で
は
、
京
都
帝
国
大
学
に
お
い
て
西

田
・
田
辺
二
大
体
制
が
確
立
さ
れ
た
こ
の
年
を
一
旦
の
終
着
点
と
し
て
、
そ
こ
に
至
る
道
程
を
描
い
て
み
た
い
。

一　
「
純
粋
経
験
」
と
心
理
主
義　
（
一
九
一
〇
―
一
九
一
二
）

　

一
九
一
〇
年
の
時
点
で
は
田
辺
は
ま
だ
東
京
帝
国
大
学
の
大
学
院
生
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
処
女
作
を
発
表
し
て
学
界
に
実
質
的
に
足
を

踏
み
入
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
一
二
年
に
は
大
学
院
を
退
学
し
て
、
一
九
一
三
年
八
月
に
東
北
帝
国
大
学
の
理
学
部
講
師
に

就
任
す
る
。
こ
こ
か
ら
田
辺
の
「
東
北
帝
国
大
学
時
代
」
が
始
ま
る
。
ま
ず
は
そ
れ
以
前
の
彼
ら
の
動
向
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

こ
の
期
間
は
、
両
者
の
間
に
直
接
の
や
り
と
り
、
例
え
ば
書
簡
や
論
文
で
の
応
答
な
ど
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
既
に
藤
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六

田
正
勝
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

2
）、
こ
の
期
間
の
論
文
に
も
互
い
に
間
接
的
に
影
響
を
意
識
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
点
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
田
辺
の
側
か
ら
見
て
い
こ
う
。
一
九
一
〇
年
九
月
に
彼
は
論
文
「
措
定
判
断
に
就
て
」
を
『
哲
学
雑
誌
』
に
投
稿
す
る
。
こ
れ
は

西
田
が
既
に
「
実
在
に
就
て
」（
一
九
〇
七
）
や
「
純
粋
経
験
と
思
惟
、意
志
及
知
的
直
観
」（
一
九
〇
八
）
で
発
表
し
て
い
た
「
純
粋
経
験
」

の
考
察
を
も
と
に
、
こ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
「
意
識
中
に
於
て
自
我
と
独
立
に
之
と
対
立
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
対
象
」
が
生
ま
れ
て
く
る

か
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
﹇
Ｔ
一
・
四
﹈。
田
辺
は
こ
こ
で
ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
、「
措
定
判
断
」
と
い
う
も
の
を
考

え
て
い
る
。「
吾
人
が
特
に
之
に
注
意
を
向
け
ぬ
と
き
は
単
に
純
粋
経
験
の
有
様
で
」
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
意
識
を
向
け
る
と
、
此
純

粋
経
験
の
状
態
が
分
裂
し
て
感
覚
的
写
象
は
自
我
と
区
別
せ
ら
れ
て
客
観
的
対
象
と
し
て
措
定
せ
ら
れ
る
」﹇
Ｔ
一
・
四
﹈。
田
辺
は
こ
の
よ

う
に
対
象
を
「
措
定
」
す
る
作
用
を
「
措
定
判
断
」
と
呼
ん
だ
。
ま
ず
こ
こ
に
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
出
立
点
か
ら
哲
学
を
開
始
す
る
、

西
田
と
田
辺
の
最
初
の
接
点
が
既
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
彼
ら
は
出
立
点
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
強
い
て
差
異
を
指

摘
す
る
と
す
れ
ば
、
西
田
が
統
一
性
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
基
盤
を
整
え
る
こ
と
に
尽
力
し
た
の
に
対
し
て
、
田
辺
は
こ
の
整
え
ら
れ
た

基
盤
を
踏
ま
え
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
分
化
発
展
が
生
じ
て
く
る
の
か
を
詳
述
す
る
次
な
る
課
題
に
取
り
組
ん
だ
点
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

た
だ
、こ
れ
以
降
し
ば
ら
く
田
辺
は
「
措
定
判
断
に
就
て
」
の
よ
う
な
仕
方
で
自
説
を
「
論
説
」
す
る
こ
と
を
控
え
、『
哲
学
雑
誌
』
の
「
批

評
紹
介
」
を
主
た
る
発
表
の
場
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
思
想
を
採
り
入
れ
る
期
間
に
入
っ
て
い
く
。
宮
本
和
吉
の
回
想
に
よ
れ

ば
、
こ
の
頃
の
『
哲
学
雑
誌
』
は
彼
と
伊
藤
吉
之
助
が
編
集
を
担
当
し
て
お
り
、
田
辺
に
は
「
論
文
の
寄
稿
や
、
海
外
思
潮
の
紹
介
な
ど

を
よ
く
頼
ん
だ
」
の
だ
と
い
う（

3
）。

　

同
年
十
一
月
に
は
リ
ッ
プ
ス
の
『
意
識
と
対
象
』
を
紹
介
し
、
翌
年
の
一
九
一
一
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
は
「
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
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氏
の
『
批
評
的
観
念
論
と
純
粋
論
理
学
』」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
論
文
は
主
に
同
時
代
の
所
謂
「
心
理
主
義
」
の
思
想
を
概

観
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
当
時
有
力
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム（

4
）
と
い
う
心
理

主
義
者
に
よ
る
反
心
理
主
義
的
傾
向
（
批
判
的
観
念
論
の
傾
向
）
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
田
辺
は
こ
れ
ら
を
「
心
理

派(Psychologism
us)

」
と
「
先
天
派(Transcendentalism

us)

」
と
い
う
名
前
で
説
明
し
て
い
る
﹇
Ｔ
十
四
・
十
一
﹈。
こ
の
対
立
図
式

が
同
年
の
西
田
の
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
の
冒
頭
で
用
い
ら
れ
て
い
る（

5
）
こ
と
は
、
藤
田
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に（

6
）、
田
辺
か
ら
西
田
へ
の
影
響
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
例
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
批
評
紹
介
は
、
西

田
に
お
い
て
も
田
辺
に
お
い
て
も
以
降
頻
出
す
る
こ
と
に
な
る
フ
ッ
サ
ー
ル
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
コ
ー
ヘ
ン
の
名
前
が
初
め
て
明
確
に
登

場
す
る
著
作
で
も
あ
る
。
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
は
と
り
わ
け
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』、
コ
ー
ヘ
ン
の
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
を
批

判
し
、
共
に
論
理
学
と
し
て
の
職
分
を
誤
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
か
ら
す
れ
ば
論
理
学
の
職
分
は
、「
思
惟
必
然
」

も
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「
客
観
的
経
験
的
関
係
」
を
探
り
、「
共
通
な
る
も
の
を
取
出
し
て
、
人
類
の
普
遍
確
実
な
経
験
が
確

立
す
る
に
有
用
の
形
式
を
発
見
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
﹇
Ｔ
十
四
・
二
九
﹈。
た
だ
、
こ
の
批
判
が
果
た
し
て
的
を
射
た
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
は
別
途
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
の
コ
ー
ヘ
ン
解
釈
に
関
し
て
は
、
後
に
こ
の
よ
う
に

彼
を
紹
介
し
た
田
辺
自
身
が
「
認
識
論
に
於
け
る
論
理
主
義
の
限
界
」
に
お
い
て
「
誤
解
に
基
く
も
の
」
と
し
て
退
け
て
い
る
﹇
Ｔ
一
・

三
七
﹈。

　

西
田
の
側
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
九
一
〇
年
の
八
月
に
学
習
院
大
学
か
ら
京
都
帝
国
大
学
に
移
っ
た
西
田
は
、
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容

を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
二
月
に
京
都
文
学
会
が
設
立
さ
れ
、
機
関
紙
『
芸
文
』
の
刊
行
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
こ
で
彼
は
桑
木
厳
翼

か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
を
書
く
よ
う
に
依
頼
を
受
け
た（

7
）。「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
的
方
法
論
」
は
こ
う
し
た
経
緯
で
書
か
れ
て
い
る
。
依

頼
の
来
る
数
週
間
前
に
「
哲
学
概
論
」（
お
そ
ら
く
後
に
『
思
想
と
動
く
も
の
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
形
而
上
学
入
門
」
の
こ
と
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だ
ろ
う
）
を
借
り
て
お
り
、
内
容
と
し
て
も
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

翌
年
一
九
一
一
年
、一
月
に
『
善
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
る
。
先
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
に
比
べ
て
少
し
短
い
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
」

を
十
一
月
に
発
表
す
る
以
外
は
、
既
に
触
れ
た
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
が
圧
倒
的
に
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
で

西
田
に
お
い
て
も
フ
ッ
サ
ー
ル
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
コ
ー
ヘ
ン
と
い
っ
た
当
時
勢
力
を
持
っ
て
い
た
哲
学
者
に
対
す
る
言
及
が
直
接
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
論
文
は
『
善
の
研
究
』
か
ら
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
へ
の
思
索
の
変
化
を
追
う
際
に
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
比
較
的
有
名
な
論
文
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
特
に
内
容
を
取
り
扱
わ
な
い
で
お
く（

8
）。

　

一
九
一
二
年
に
な
る
と
、
両
者
と
も
多
く
の
論
考
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
田
辺
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
「
批
評
紹
介
」
だ
が
、

ま
ず
彼
に
と
っ
て
初
め
て
の
「
科
学
哲
学
」
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
マ
ス
コ
ウ
ス
キ
ー
の
論
文
を
紹
介
し
た
「
相

対
性
の
問
題
」
が
発
表
さ
れ
、
続
い
て
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
フ
に
よ
る
「
カ
ン
ト
と
自
然
科
学
」、
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
ー
ト
ル
ー
の
『
自
然
法

の
観
念
』、
最
後
に
桑
木
彧
雄
の
「
物
理
学
上
認
識
の
問
題
」
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
、
本
格
的
に
自
然
科
学
の
検
討
に
入
っ
て
い
る
。
こ

の
時
期
は
、
理
解
は
ま
だ
覚
束
な
い
よ
う
だ
っ
た
が
、
相
対
性
理
論
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
は
主
に
桑
木
厳
翼
の

弟
に
し
て
物
理
学
者
で
あ
っ
た
桑
木
彧あ
や

雄お
（
9
）
に
導
か
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
批
評
は
翌
年
以
降
の
論
文
と
も
深
い
関
わ

り
を
持
っ
て
い
る
。

　

西
田
も
旺
盛
で
「
法
則
」、「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」、「
高
橋
（
里
美
）
文
学
士
の
拙
著
『
善
の
研
究
』
に
対
す
る
批
評
に
答
ふ
」、

「
認
識
論
者
と
し
て
の
ア
ン
リ
・
ポ
ア
ン
カ
レ
」
と
い
っ
た
諸
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
西
田
の
思
想
形
成
の
観
点
か
ら
、
高
橋
里
美
か

ら
の
批
判
へ
の
答
弁
は
こ
れ
ま
で
も
比
較
的
注
目
さ
れ
て
き
た
。「
法
則
」
に
せ
よ
「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
に
せ
よ
、『
善
の
研

究
』
の
段
階
で
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
論
理
学
的
な
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
後
触
れ
る
田
辺
と
の
関
係

性
の
た
め
に
、「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
に
だ
け
少
し
触
れ
て
お
こ
う
。



六
九

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

　

後
年
の
西
田
自
身
が
末
尾
に
「
此
論
文
は
次
の
著
書
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
へ
私
の
考
を
導
い
た
も
の
で
あ
る
」﹇
一
・

二
六
七
﹈
と
付
し
た
こ
と
を
受
け
て
だ
ろ
う
が
、
こ
の
論
文
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
の
議
論
の
布
石
と
い
う
よ
う
な
位
置

付
け
で
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
面
に
も
重
要
性
は
見
出
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
だ
が
、
後
年
の
田
辺
と
の
関
係

性
を
勘
案
す
る
と
、こ
の
論
文
の
重
要
性
は
「
自
覚
」
概
念
の
展
開
と
い
う
内
容
的
な
側
面
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
（
発
想
自
体
は
「
認

識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
の
終
わ
り
で
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
）、
む
し
ろ
こ
の
着
想
を
前
面
に
押
し
出
す
た
め
に

用
意
さ
れ
た
数
学
的
議
論
、
ま
た
そ
こ
に
リ
ッ
ケ
ル
ト
を
起
用
す
る
と
い
う
現
代
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
斬
新
な
展
開
方
法
に
あ
る
と
筆
者

は
考
え
て
い
る
。
後
に
田
辺
の
博
士
論
文
の
元
と
な
っ
た
諸
論
文
で
頻
出
す
る
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
数
概
念
分
析
は
、
元
々
こ
こ
で
の
西
田
の

影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
後
の
書
簡
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る（
10
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
出
会
う
前
か
ら
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
出
立
点
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
こ
に
い
か
に
し
て
対
象
認
識
に
関
わ
る
論

理
学
的
な
問
題
を
回
収
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
を
共
有
し
て
い
た
。
西
田
は
主
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
論
理
学
的
法
則
の
考
察
を
手
掛
か

り
に
、
田
辺
は
主
に
物
理
学
に
お
け
る
認
識
論
的
問
題
の
考
察
を
手
掛
か
り
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
と
言
え
る
。

二　

交
流
の
起
点
―
―
自
然
科
学
と
歴
史
を
め
ぐ
っ
て　
（
一
九
一
三
）

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
の
両
者
の
関
係
性
と
い
う
の
は
、
各
々
の
関
心
の
類
似
性
・
親
近
性
を
指
摘

で
き
る
と
い
う
次
元
に
留
ま
っ
て
お
り
、
田
辺
が
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
か
ら
受
け
た
影
響
以
外
に
は
、
特
に
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
九
一
三
年
は
こ
こ
ま
で
と
は
違
い
、両
者
が
最
初
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
っ
た
年
と
し
て
の
象
徴
性
を
帯
び
て
い
る
。

　

八
月
に
田
辺
が
東
北
帝
国
大
学
の
理
学
部
講
師
に
就
任
す
る
の
と
同
月
に
、
西
田
も
宗
教
学
講
座
の
教
授
職
へ
異
動
す
る
。
そ
の
後
西
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田
は
九
月
か
ら
論
文
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
の
連
載
を
開
始
す
る
他
、
十
二
月
に
文
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、

田
辺
は
こ
の
就
任
前
の
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
の
『
物
理
学
的
世
界
像
の
統
一
』（
11
）
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ

れ
は
前
年
の
桑
木
の
批
評
紹
介
か
ら
関
心
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、後
年
、自
身
が
編
者
と
な
っ
た『
哲
学
論
叢
』（
岩
波
書
店
）シ
リ
ー

ズ
で
は
、
こ
の
翻
訳
を
担
当
し
て
出
版
し
て
も
い
る（
12
）。
そ
の
職
分
に
ふ
さ
わ
し
く
、
八
月
に
は
「
相
対
性
原
理
に
関
す
る
ナ
ト
ル
プ

氏
の
批
評
」、
十
二
月
に
は
「
ポ
ア
ン
カ
レ
氏
『
空
間
と
時
間
』」
と
い
っ
た
科
学
哲
学
的
な
研
究
を
そ
れ
ぞ
れ
批
評
紹
介
と
し
て
発
表
し

て
い
る
。
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
両
研
究
の
間
、
九
月
に
発
表
し
た
「
物
理
学
的
認
識
に
於
け
る
記
載
の
意
義
」
に
お
い
て
田
辺
は
、「
以

上
述
べ
た
考
は
西
田
教
授
の
著
作
『
善
の
研
究
』
及
「
認
識
論
に
於
け
る
純
論
理
派
の
主
張
に
就
て
」
と
題
す
る
論
文
に
現
れ
た
思
想
に

負
ふ
所
が
甚
だ
多
い
」﹇
Ｔ
一
・
二
六
﹈
と
い
う
仕
方
で
、
西
田
の
実
名
を
挙
げ
て
そ
の
影
響
を
告
白
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
両
者
を
関

係
付
け
る
最
初
の
公
の
言
明
で
あ
る
。

　

田
辺
は
こ
の
論
文
で
基
本
的
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
哲
学
に
依
拠
し
な
が
ら
、
キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
と
マ
ッ
ハ
を
批
判
的
に
分
析
す
る
こ

と
で
、
物
理
学
が
扱
う
概
念
形
象
と
思
惟
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
田
辺
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
は
物
理
現
象
の
背
後
に
「
原
因
」

を
問
い
、
そ
こ
に
擬
人
論
的
な
解
釈
を
持
ち
込
む
こ
と
で
形
而
上
学
へ
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
う
物
理
学
上
の
「
説
明
」
に
反
対
し
、
物

理
学
は
現
象
を
忠
実
に
た
だ
「
記
載
」（「
記
述
」(beschreiben)

）
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
た
。
こ
れ
は
物
理
学
が
認
識
論

的
な
問
題
に
足
を
踏
み
入
れ
る
際
に
遭
遇
す
る
特
筆
す
べ
き
問
題
な
の
だ
が
、
特
に
こ
の
時
代
に
は
田
辺
の
周
り
で
は
桑
木
彧
雄
ら
が
主

題
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
前
年
の
桑
木
の
紹
介
か
ら
先
ほ
ど
の
プ
ラ
ン
ク
紹
介
に
ま
た
が
っ
て
連
続
的
に
こ
こ
に
至
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
西
田
と
田
辺
は
ど
の
よ
う
に
面
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
出
会
い
に
深
く
関
係
す
る
と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
西
田
が
後
に
「
自
然
科
学
と
歴
史
学
」
と
い
う
題
目
で
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
成
立
経
緯



七
一

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

に
注
目
し
よ
う
。
宮
本
和
吉
が
こ
の
当
時
『
哲
学
雑
誌
』
の
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
哲
学
会

の
世
話
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
期
の
西
田
の
書
簡
を
見
る
と
、
西
田
に
対
し
て
宮
本
が
哲
学
会
で
の
講
演
を
頼

ん
だ
内
容
の
も
の
が
確
認
で
き
る
。
三
月
二
十
五
日
付
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

如
仰
小
生
少
し
く
用
事
有
之
来
月
五
六
日
頃
出
京
一
週
間
く
ら
い
の
滞
在
の
積
り
に
候
が
御
話
の
公
開
演
説
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
小

生
極
め
て
拙
劣
に
有
之
且
つ
生
来
甚
だ
此
種
の
こ
と
を
好
み
不
申
折
角
の
思
召
な
が
ら
で
き
る
こ
と
な
ら
ご
辞
退
申
上
度
候　

萬
已

む
を
得
ず
と
な
ら
ば
「
自
然
科
学
と
歴
史
」
と
い
ふ
題
に
て
簡
単
に
話
し
て
も
よ
ろ
し
く
と
も
考
へ
候
へ
ど
も
此
話
は
一
般
の
人
に

は
あ
ま
り
興
味
な
き
事
な
る
べ
く
専
門
の
人
に
は
ウ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
受
売
に
て
め
ず
ら
し
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず  

﹇
十
九
・
四
三
八
―
四
三
九
﹈

　

こ
こ
で
は
西
田
は
講
演
に
つ
い
て
「
拙
劣
」
ま
た
「
受
売
」
に
す
ぎ
な
い
話
し
か
で
き
な
い
と
渋
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
が
、
結
局
こ

の
講
演
を
引
き
受
け
て
、
四
月
六
日
に
「
歴
史
と
自
然
科
学
」
と
題
し
て
発
表
し
た（
13
）。
そ
し
て
こ
の
講
演
の
晩
餐
会
で
、
西
田
は
田

辺
と
場
を
共
に
し
た
こ
と
を
日
記
に
残
し
て
い
る
﹇
十
七
・
三
一
三
﹈。
こ
の
記
録
が
西
田
の
日
記
中
に
見
ら
れ
る
最
初
の
「
田
辺
元
」
の

記
述
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
文
献
上
確
認
で
き
る
限
り
、
西
田
と
田
辺
が
現
実
の
同
じ
場
に
お
い
て
出
会
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
出
会

い
を
経
て
、
田
辺
は
西
田
の
名
前
を
自
身
の
論
文
に
引
用
し
た
り
、
翌
年
以
降
書
簡
の
や
り
取
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と

は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
な
推
論
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
翌
年
以
降
の
両
者
の
関
係
を
見
据
え
た
と
き
、
こ
の
哲
学
会
で
の
講
演
と

そ
の
晩
餐
会
が
一
つ
の
歴
史
的
な
起
点
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　

内
容
と
し
て
は
、
こ
の
主
題
は
西
南
学
派
の
意
義
を
強
く
押
し
出
す
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
も
と
も
と
自
然
科
学
と
歴
史
と
い
う
主
題
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は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
一
八
九
四
年
に
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
の
総
長
就
任
演
説
と
し
て
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
西
田
や
田
辺
に
限

ら
ず
注
目
さ
れ
た
思
潮
だ
っ
た（
14
）。
西
田
は
八
月
に
論
文
「
自
然
科
学
と
歴
史
学
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
主
題
は
後
に
田
辺

も
引
き
受
け
て
お
り
、
一
九
一
五
年
の
「
自
然
科
学
対
精
神
科
学
・
文
化
科
学
」
と
い
う
論
文
が
そ
れ
に
当
た
る
。

三　

書
簡
か
ら
見
る
心
理
主
義
的
術
語
の
克
服　
（
一
九
一
四
）

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
西
田
と
の
邂
逅
を
果
た
し
た
田
辺
は
、
前
年
一
九
一
三
年
よ
り
始
ま
っ
た
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
連

載
に
呼
応
し
な
が
ら
、
一
層
西
田
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
実
際
の
や
り
と
り
を
見
て
い
く
前
に
、
こ
の
一
連
の
論

稿
に
つ
い
て
、
本
稿
の
以
下
の
展
開
と
関
わ
る
点
に
の
み
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
西
田
が
こ
れ
を
書
き
始
め
た
時
、
最
初

の
題
目
は
「
思
惟
と
直
観
」
で
あ
り（
15
）、
こ
れ
を
「
自
覚
」
に
基
づ
い
て
説
明
し
て
い
く
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
試
み

は
五
年
近
く
続
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
連
載
と
田
辺
に
対
す
る
書
簡
、
さ
ら
に
田
辺
の
論
文
と
の
間
に
は
実
は
非
常
に
密
接
な
連
関
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
「
思
惟
と
直
観
」
あ
る
い
は
「
反
省
と
直
観
」
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
対
立
は
、
ま
ず
は
カ
ン
ト
で

捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
周
知
の
通
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
超
越
論
的
感
性
論
に
お
い
て
直
観
形
式
と
し
て
の
時
空
間
を
論
じ
、

そ
の
「
受
容
性
」(R

ezeptivität)

に
対
し
て
思
惟
の
「
自
発
性
」(Spontaneität)

を
掲
げ
る
超
越
論
的
論
理
学
の
領
域
を
区
別
し
た
。

そ
の
「
現
象
」
性
か
ら
一
歩
進
め
て
言
え
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
触
発
の
契
機
と
し
て
の
「
物
自
体
」(D

ing an sich)

の
可
能
性
が
、

認
識
不
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
ど
こ
ま
で
も
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
経
験
的
認
識
の
あ
る
意
味
で
の
非
合
理
性
―
―
論
理

学
か
ら
逃
れ
て
い
く
よ
う
な
側
面
―
―
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
田
辺
が
紹
介
し
た
リ
ッ
プ
ス
や
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
は
経
験
的
、
心
理
学
的
な



七
三

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

立
脚
地
の
優
位
性
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
所
謂
新
カ
ン
ト
学
派
ら
が
反
対
す
る
理
由
も
存
す
る
。
例
え
ば
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学

派
の
コ
ー
ヘ
ン
は
、
カ
ン
ト
が
ま
さ
に
「
論
理
学
」
に
先
立
っ
て
「
感
性
論
」
を
置
い
た
点
を
強
く
批
判
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て

は
感
性
論
が
論
理
学
に
先
行
す
る
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
、「
基
礎
づ
け
」(G

rundlegung)

が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
思

惟
の
総
合
の
「
統
一
」(Einheit)

は
、
ま
ず
も
っ
て
直
観
の
多
様
を
―
―
論
理
的
に
は

0

0

0

0

0

無
根
拠
に
―
―
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
16
）。

「
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

」
多
様
に
対
し
て
、
思
惟
は
「
思
惟
自
身
以
外
の

0

0

0

或
る
も
の
に
そ
の
発
端
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る（
17
）。
そ
れ
は
根

拠
づ
け
を
遂
行
す
る
思
惟
の
出
立
点
が
す
で
に
自
身
の
管
轄
外
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ー
ヘ
ン
は
、
論
理
学
が

感
性
論
に
依
存
す
る
関
係
に
あ
っ
て
は
基
礎
づ
け
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
の
思
惟
の
基
礎
そ
れ
自
体
が
毀
損
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
言
っ
て
も
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
所
謂
「
論
理
主
義
」
と
い
う
の
は
、
単
な
る
「
思
惟
」
の
重
視
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
「
根
柢
を
基
礎
づ
け
る
」
と
い
う
問
題
意
識
に
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
18
）。

　

西
田
に
せ
よ
田
辺
に
せ
よ
、「
思
惟
と
直
観
」
を
問
題
に
す
る
際
に
ど
ち
ら
か
の
立
場
を
堅
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
が
と
っ

た
の
は
「
経
験
の
非
合
理
性
」
と
い
う
側
面
を
一
方
で
認
め
つ
つ
、
し
か
し
ま
た
対
象
や
世
界
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
論
理
学
的
思
惟

の
重
要
性
を
も
引
き
受
け
る
と
い
う
困
難
な
道
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
書
簡
を
通
じ
て
確
認
し
よ
う
。

　

両
者
の
個
人
的
な
や
り
と
り
を
書
簡
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
書
簡
に
よ
る
交
流
が
始
ま
る
の
は
こ
の
一
九
一
四
年
か
ら
で

あ
る（
19
）。
一
月
一
日
、
西
田
が
年
賀
状
と
し
て
だ
ろ
う
か
、
田
辺
に
宛
て
た
初
め
て
の
書
簡
で
は
、
近
年
の
研
究
の
動
向
に
つ
い
て
の

内
容
の
後
、「
書
籍
な
ど
十
分
有
之
か　

御
研
究
の
御
便
宜
は
い
か
ん
」﹇
十
九
・
五
〇
七
﹈
と
相
手
を
気
遣
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

　

両
者
の
思
想
的
な
応
答
の
起
点
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
し
て
、
こ
の
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
田
辺
の
「
認
識
論
に

於
け
る
論
理
主
義
の
限
界
」
が
あ
る（
20
）。
副
題
の
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ヒ
派
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ヒ
派
の
批
評
」
が
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
田
辺

は
主
に
新
カ
ン
ト
学
派
の
限
界
を
批
判
的
に
吟
味
し
、
そ
の
限
界
を
超
え
て
「
直
接
経
験
」
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
を
論
文
の
目
的
と
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し
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
感
性
的
直
観
と
い
う
も
の
に
過
敏
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
論
理
主
義
」
に
対
し
て
、
こ
の
立
場

を
徹
底
す
る
に
し
て
も
や
は
り
「
直
接
経
験
と
し
て
の
感
覚
」﹇
Ｔ
一
・
三
六
﹈
が
潜
在
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

田
辺
は
主
張
し
て
い
る
。

　

西
田
は
こ
れ
を
読
ん
で
書
簡
と
し
て
は
膨
大
な
量
の
感
想
を
送
っ
て
い
る
。そ
こ
で
田
辺
を
大
い
に
評
価
し
つ
つ（
21
）も
、「
感
覚
」や「
経

験
」
と
い
っ
た
言
葉
に
対
し
て
以
下
に
よ
う
に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
。

今
日
の
所
謂
論
理
主
義
の
認
識
論
に
は
限
界
が
あ
る
、
認
識
論
の
問
題
を
随
意
に
制
限
す
る
こ
と
な
く
残
り
な
く
解
決
す
る
に
は
之

を
補
ふ
に
経
験
的
方
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
考
は
小
生
も
全
然
同
意
に
御
座
候
。
こ
の
問
題
を
解
せ
ざ
れ
ば
我
々
は
い
つ
ま

で
も
カ
ン
ト
の
立
場
以
上
に
出
づ
る
を
得
ず
、
従
つ
て
カ
ン
ト
の
難
点
は
い
つ
ま
で
も
除
く
を
得
ず
と
存
じ
候
。
小
生
は
こ
れ
が
今

日
認
識
論
の
発
展
し
行
く
途
に
あ
ら
ざ
る
か
と
存
じ
候
。
而
し
て
こ
の
問
題
を
解
く
に
は
直
観
の
性
質
を
明
に
し
之
と
思
惟
と
の
関

係
を
明
に
す
る
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
か
と
存
じ
候
。（
但
し
貴
兄
が
単
に
「
経
験
的
方
法
」
と
い
は
る
ゝ
語
は
従
来
の
経
験
と
い
ふ
こ

と
と
の
誤
解
を
招
く
恐
あ
り
と
存
じ
候　

何
か
語
を
換
へ
て
然
る
べ
き
か
）　
﹇
十
九
・
五
〇
八
﹈

注
目
す
べ
き
は
最
後
の
括
弧
書
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、西
田
自
身
が
『
善
の
研
究
』
以
来
の
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
術
語
使
用
か
ら
「
直
観
」

「
反
省
」「
自
覚
」
と
い
う
術
語
使
用
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
だ
と
考
え

ら
れ
る
が
、
田
辺
も
こ
の
数
ヶ
月
後
、
九
月
に
発
表
す
る
「
数
学
的
対
象
の
存
在
に
就
い
て
―
―
メ
デ
ィ
ク
ス
の
論
文
を
読
む
―
―
」
に

お
い
て
「〔
…
…
〕
感
覚
的
結
合
と
い
ふ
概
念
は
其
が
心
理
学
的
構
成
の
結
果
を
意
味
す
る
も
の
た
る
点
に
於
て
不
適
当
で
あ
る
。
思
惟

を
規
定
す
る
根
原
た
る
も
の
は
未
だ
心
理
学
の
反
省
的
思
惟
に
由
り
感
覚
な
ど
と
い
ふ
様
に
分
析
構
成
せ
ら
れ
な
い
直
接
経
験
其
物
で
な



七
五

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
此
こ
そ
真
に
直
観
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
」﹇
Ｔ
十
四
・
一
八
二
﹈
と
い
う
仕
方
で
「
直
観
」
と
い
う
術
語

に
歩
み
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
両
者
は
当
時
の
「
心
理
学
的
」
な
意
味
を
帯
び
た
術
語
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
て
い
っ
た
。
否
、

そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
論
文
は
、西
田
が
書
簡
で
述
べ
て
い
た
「
直
観
の
性
質
を
明
に
し
之
と
思
惟
と
の
関
係
を
明
に
す
る
」

と
い
う
企
て
に
対
す
る
、
田
辺
な
り
の
一
つ
の
返
答
の
試
み
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
部
分
が
あ
る
。
以
下
で
少
し
詳
細
に
踏
み
込
ん

で
み
よ
う
。

　

こ
の
論
文
以
降
田
辺
は
『
数
理
哲
学
研
究
』
の
元
と
な
る
数
理
哲
学
的
な
論
文
を
発
表
の
中
心
と
し
て
い
く
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、

彼
の
数
学
的
関
心
は
こ
の
「
数
学
的
対
象
の
存
在
に
就
い
て
」
か
ら
本
格
的
に
動
き
始
め
る
と
言
っ
て
良
い
。
こ
れ
はK

ant Studien

に
掲
載
さ
れ
た
フ
リ
ッ
ツ
・
メ
デ
ィ
ク
ス
の
論
文
を
通
し
て
、
数
の
成
立
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
元
来
余
は
余
の
貧
少
な
る
知

識
の
許
す
範
囲
に
於
て
独
立
に
数
学
の
基
礎
に
関
す
る
問
題
を
論
じ
て
見
た
い
と
思
つ
て
居
た
」﹇
Ｔ
十
四
・
一
六
九
﹈
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
潜
在
的
だ
っ
た
数
学
的
関
心
が
顕
在
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
田
辺
は
メ
デ
ィ
ク
ス
の
論
説
に
満
足
で
き
ず
に
自
説
を
交
え
な
が
ら
展
開
を
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
中
で

西
田
の
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
や
「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
を
田
辺
な
り
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
部
分
が

見
受
け
ら
れ
る
。
メ
デ
ィ
ク
ス
は
カ
ン
ト
の
純
粋
直
観
に
動
性
を
認
め
る
た
め
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
純
粋
延
長
の
発
想
を
起
用
し
て
、
反
省
的

思
惟
の
活
動
性
か
ら
数
や
時
空
間
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
田
辺
は
こ
の
点
に
意
義
を
認
め
つ
つ
、
そ
う
し
た
反
省
的
思
惟
の

直
観
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ク
ス
の
見
解
に
疑
義
を
呈
し
、
自
ら
問
題
を
引
き
受
け
て
い
く
。
こ
の
文
脈
で
先
ほ
ど
の
「
直
観
」
へ
の
踏
み
込

み
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

メ
デ
ィ
ク
ス
も
亦
何
等
の
反
省
を
加
へ
ざ
る
直
接
経
験
を
感
覚
的
知
覚
と
称
し
、
其
非
概
念
的
な
此
時
此
処
の
制
限
に
打
克
つ
て
初
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め
て
認
識
の
成
立
す
る
事
を
説
く
が
、
余
は
斯
か
る
心
理
的
の
概
念
を
避
け
、
寧
ろ
直
接
経
験
の
意
味
に
於
て
直
観
と
称
す
る
の
を

適
当
と
思
ふ
。
然
ら
ば
斯
様
な
直
観
と
数
学
的
形
象
の
構
成
の
作
用
た
る
反
省
と
の
関
係
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
メ
デ
ィ
ク
ス
の
所

謂
反
省
が
知
覚
を
克
服
す
る
と
い
ふ
の
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。　
﹇
Ｔ
十
四
・
一
八
二
﹈

こ
れ
は
、
田
辺
な
り
に
「
思
惟
と
直
観
」
の
関
係
性
を
問
お
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
田
辺
は
フ
ィ
ヒ
テ
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
名
前
を
挙
げ
つ
つ
延
い
て
は
デ
デ
キ
ン
ト
や
ロ
イ
ス
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
「
一
者
、
統
一
及
び
一
」
も
引
い
て
「
反
省
的
思
惟
が
如
何

に
し
て
所
謂
純
粋
延
長
を
生
じ
得
る
か
」﹇
Ｔ
十
四
・
一
八
二
﹈
を
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
基
本
的
な
方
法
は
、
田
辺
自
身
も
「
此
問
題
に

就
て
は
西
田
教
授
が
既
に『
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
』の
論
文
に
精
細
に
論
ぜ
ら
れ
た
」﹇
Ｔ
十
四
・
一
八
五
﹈と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

西
田
が
「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
で
成
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
い
る
。
た
だ
完
全
に
踏
襲
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
叙
述
に

お
い
て
田
辺
の
理
解
が
現
れ
て
お
り
、
田
辺
が
「
論
理
の
理
解
と
数
理
の
理
解
」
の
本
質
を
ど
う
読
み
取
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
の
西
田
は
田
辺
の
書
い
た
も
の
に
ほ
と
ん
ど
目
を
通
し
、
書
簡
で
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る
。
批
判
的
な
意
見
も
少
な
く
な

い
が
基
本
的
に
は
田
辺
の
研
究
に
非
常
に
好
感
を
持
っ
て
お
り
、「
小
生
は
貴
兄
の
如
き
同
好
の
研
究
者
を
得
た
る
こ
と
を
深
く
喜
び
且

つ
楽
み
居
り
候
」﹇
十
九
・
五
一
七
﹈
と
述
べ
た
り
、
翌
年
宮
本
和
吉
宛
の
書
簡
で
「
如
貴
命
田
辺
君
の
努
力
と
進
歩
に
は
小
生
大
に
敬
意

を
表
し
居
り
候　

此
等
の
人
々
後
日
我
国
の
哲
学
を
担
ふ
人
な
ら
ん
と
存
じ
居
り
候
」﹇
十
九
・
四
四
三
﹈
と
期
待
を
寄
せ
た
り
し
て
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ク
ス
論
文
に
つ
い
て
の
書
簡
で
は
、
西
田
は
メ
デ
ィ
ク
ス
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
起
用
な
ど
を
評
価
し
つ
つ
、「
存
在
」
に
関

す
る
議
論
を
批
判
的
に
見
て
い
る
。
田
辺
の
メ
デ
ィ
ク
ス
論
に
よ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ク
ス
は
数
学
的
存
在
を
語
る
際
に
「
存
在
」
の
「
種
類

の
別
」
の
他
に
「
程
度
の
差
」
を
考
え
る
。
田
辺
も
西
田
同
様
、
こ
の
点
を
批
判
し
て
い
た
。
数
学
的
対
象
を
め
ぐ
る
「
存
在
」
の
問
題
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西
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は
、
そ
の
「
存
在
」
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
の
複
雑
さ
に
照
ら
し
て
言
え
ば
、
決
し
て
単
純
明
快
な
問
題
で
は
な
い
。
西

田
は
、
こ
の
問
題
は
「
我
々
の
思
惟
の
体
系
、
種
々
の
経
験
の
体
系
が
い
か
に
区
別
せ
ら
れ
い
か
に
統
一
せ
ら
る
ゝ
〔
か
〕
と
い
ふ
こ
と
」

﹇
十
九
・
五
一
八
﹈
が
明
ら
か
に
な
っ
て
は
じ
め
て
解
決
さ
れ
る
と
田
辺
に
伝
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
連
載
中
の
『
自
覚
に
於
け

る
直
観
と
反
省
』
の
中
心
的
な
問
題
意
識
と
重
な
っ
て
い
た
。
こ
の
書
簡
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
十
一
」
か
ら
「
十
三
」
の
論
文
で
は
、

西
田
自
身
も
刊
行
後
の
目
次
に
付
し
て
い
る
よ
う
に
、「
純
粋
思
惟
の
体
系
」
か
ら
「
経
験
の
体
系
」
へ
の
推
移
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

大
き
な
見
取
り
図
を
描
く
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
西
田
は
、
論
理
学
が
そ
の
根
本
法
則
と
す
る
同
一
律
の
原
理
か
ら
「
数
」
の
概
念
が
生
成

さ
れ
る
過
程
を
示
し
（
論
理
か
ら
数
理
へ
）、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
純
粋
思
惟
に
よ
る
次
元
か
ら
拡
張
的
に
、
し
か
も
一
種
の
実
在
性
を

帯
び
た
も
の
と
し
て
「
時
間
空
間
」
が
考
え
ら
れ
る
方
向
へ
経
験
体
系
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
一
般
に
想
定
さ
れ
る
よ

う
な
「
空
間
、
時
間
、
因
果
の
形
式
に
当
嵌
め
て
考
へ
る
こ
と
」﹇
二
・
二
六
﹈
と
し
て
想
定
さ
れ
る
客
観
的
な
「
存
在
」（
22
）
の
問
題
が
関

与
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
西
田
は
こ
の
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
基
礎
を
根
柢
か
ら
考
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
田
が
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
遂
行
し
て
い
た
課
題
は
、
実
質
的
に
同
時
期
の
田
辺
の
課
題
と
深
く
重
な

り
合
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

四　

数
の
生
成
、
基
礎
づ
け
―
―
数
学
と
現
象
学
へ
の
関
心　
（
一
九
一
五
―
一
九
一
七
）

　

一
九
一
五
年
に
は
田
辺
の
初
の
著
書
で
あ
る
『
最
近
の
自
然
科
学
』
が
公
刊
さ
れ
る
。
西
田
も
こ
れ
を
一
読
し
て
お
り
、「
好
著
」、「
最

近
の
自
然
科
学
を
叙
述
せ
ら
れ
た
る
部
分
に
於
て
は
小
生
は
多
大
の
利
益
を
受
け
た
る
こ
と
を
感
謝
い
た
し
候
」﹇
十
九
・
五
二
八
﹈
と
書

簡
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
年
は
西
田
、
田
辺
と
も
に
コ
ー
ヘ
ン
の
影
響
が
著
し
く
見
ら
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
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合
理
的
な
「
純
粋
思
惟
の
体
系
」
か
ら
「
経
験
の
体
系
」、
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
非
合
理
的
と
称
さ
れ
る
感
覚
的
経
験
と
そ
の
認
識
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
コ
ー
ヘ
ン
を
起
用
し
て
い
る
。
一
方
田
辺
は
「
自
然
数
論
」
に
お
い
て
、
自
然
数
の
生
成
と
い
う
数

学
基
礎
論
的
な
課
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
西
田
の
議
論
を
踏
襲
す
る
形
で
コ
ー
ヘ
ン
を
用
い
て
い
る
。
田
辺
の
「
自
然
数
論
」
は

三
月
、
四
月
と
『
哲
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
二
月
に
田
辺
は
西
田
に
そ
の
旨
を
伝
え
て
い
た
。
西
田
は
「
小
生
も

幼
時
は
数
学
に
興
味
を
も
ち
居
り
」﹇
十
九
・
五
二
二
﹈
と
幼
少
期
以
来
の
数
学
的
関
心
を
告
白
し
、
連
続
の
問
題
に
非
常
に
興
味
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
コ
ー
ヘ
ン
のInfinitesim

al

（
無
限
小
）
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
数
学
的
傾
向
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
義
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
こ
の
書
簡
か
ら
分
か
る
。

　

さ
て
こ
の
「
自
然
数
論
」
以
下
、「
連
続
、
微
分
、
無
限
」、「
負
数
及
び
虚
数
」、「
数
理
の
認
識
」、「
変
数
及
び
函
数
」、「
幾
何
学
の

論
理
的
基
礎
」（
23
）
と
い
っ
た
諸
論
文
は
田
辺
の
全
集
に
は
未
収
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
質
的
に
は
『
数
理
哲
学
研
究
』
の
内
容
を
構

成
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
内
容
に
関
す
る
詳
細
な
分
析
は
紙
幅
の
都
合
上
別
稿
に
譲
り
た
い
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い

て
表
明
さ
れ
る
最
終
的
な
立
場
は
「
認
識
論
に
於
け
る
論
理
主
義
の
限
界
」
以
来
解
釈
し
続
け
て
き
た
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
哲
学
（
ナ

ト
ル
プ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
を
含
む
）
と
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
に
お
け
る
西
田
の
立
場
に
負
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
自
然

数
論
」
に
の
み
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　
「
自
然
数
論
」
で
は
、
ク
ロ
ネ
ッ
カ
ー
と
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
、
後
の
数
学
基
礎
論
論
争
で
「
形
式
主
義
」
の
名
を
冠
さ
れ
る
ヒ
ル
ベ
ル
ト
、

そ
の
後
の
田
辺
に
「
ほ
と
ん
ど
私
の
一
生
を
貫
く
問
題
と
な
つ
た
ほ
ど
」﹇
Ｔ
十
二
・
三
三
二
﹈
の
影
響
を
与
え
た
デ
デ
キ
ン
ト
、
さ
ら
に

新
カ
ン
ト
学
派
と
は
別
の
意
味
で
「
論
理
主
義
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
フ
レ
ー
ゲ
、
ラ
ッ
セ
ル
、
ク
ー
チ
ュ
ラ
ー
と
い
っ
た
、
数
学
の
哲

学
に
お
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
た
名
前
が
紹
介
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、田
辺
は
自
分
の
立
脚
地
を
見
出
し
て
い
な
い
。

現
代
の
数
学
基
礎
論
の
一
般
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
意
外
な
こ
と
に
、
田
辺
は
ま
ず
西
田
も
参
照
し
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
を
評
価
し
、
そ
の
上
で
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方
法
と
し
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
哲
学
に
依
拠
す
る（
24
）。
た
だ
、既
に
「
認
識
論
に
於
け
る
論
理
主
義
の
限
界
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

彼
ら
の
論
理
主
義
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
こ
で
改
め
て
―
―
所
謂
心
理
主
義
的
な
「
経
験
」
と
は
別
の
仕
方
で
―
―
「
直
観
」
概
念
を
考

え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、「
直
観
の
原
始
的
統
一
」（
25
）
の
自
己
展
開
と
し
て
自
然
数
の
生
成
を
論
理
的
に
（
超
越
論

的
に
）
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
の
が
田
辺
の
「
自
然
数
論
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
「
措
定
判
断
に
就
て
」
以
来
田
辺
が
問
題
に
し
て
き
た
「
純
粋
経
験
」
か
ら
の
「
対
象
」
の
成
立
と
い
う
問
題
を
、
数
学
的
に

限
定
し
た
仕
方
で
踏
襲
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
究
極
的
な
出
立
点
、
立
脚
地
は
西
田
の
発
想
に
近
い
。
も
ち
ろ

ん
数
学
者
や
数
理
哲
学
者
の
見
解
を
丁
寧
に
お
さ
え
た
り
、数
学
の
議
論
に
問
題
を
限
定
し
て
精
緻
に
組
み
立
て
て
い
く
点
に
関
し
て
は
、

西
田
よ
り
も
田
辺
の
方
が
明
ら
か
に
卓
越
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
議
論
の
根
本
に
関
し
て
西
田
は
、
不
十
分
さ
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。

〔
…
…
〕
御
論
文
は
数
の
基
礎
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
は
十
分
な
る
立
派
の
論
文
と
存
じ
候
が
貴
兄
が
尚
進
ん
で
御
研
究
に
な
る
に

は
思
惟
に
関
す
る
論
理
的
及
び
認
識
論
的
研
究
及
び
「
十
」
の
始
め
に
論
じ
ら
れ
た
様
なR

oyce

の
所
謂Self representative 

System

の
如
き
も
の
に
つ
い
て
深
き
哲
学
的
思
索
を
要
す
る
こ
と
と
存
じ
候
（
つ
ま
り
我
田
引
水
か
も
知
ら
ぬ
が
主
観
と
反
省
と

の
深
き
研
究
を
要
す
る
こ
と
と
存
じ
候
）　

数
学
や
物
理
学
の
基
礎
の
研
究
と
共
に
此
等
の
議
論
の
根
本
と
な
る
研
究
が
尚
一
層
必

要
と
存
じ
候　
﹇
十
九
・
五
二
四
﹈

こ
れ
が
西
田
に
と
っ
て
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
以
降
の
『
数
理
哲
学

研
究
』
収
録
論
文
に
お
い
て
も
、
自
然
数
の
基
礎
づ
け
は
洗
練
さ
れ
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
例
え
ば
次
の
「
連
続
、
微
分
、
無



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

八
〇

限
」
に
お
い
て
は
「〔
…
…
〕
連
続
体
系
の
成
立
を
明
に
す
る
準
備
と
し
、
同
時
に
『
自
然
数
論
』
の
旧
稿
の
不
備
を
補
ひ
た
い
と
思
ふ
。

若
し
余
の
希
望
す
る
如
く
此
説
明
の
中
に
幾
分
で
も
旧
稿
の
欠
を
補
ふ
も
の
が
あ
り
得
た
な
ら
ば
、
余
は
其
が
直
接
間
接
に
西
田
教
授
の

与
へ
ら
れ
た
指
教
に
負
ふ
も
の
な
る
こ
と
を
言
明
し
其
に
対
し
て
感
謝
の
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
26
）
と
触
れ
ら
れ
、「
反
省
作
用
」

に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
九
一
六
年
二
月
に
田
辺
は
芦
野
敬
三
郎
の
次
女
ち
よ
と
結
婚
す
る
。
そ
の
後
夫
婦
と
も
に
体
調
を
崩
し
た
よ
う
で
、
西
田
は
こ
れ
を

書
簡
で
気
遣
い
、
休
息
を
勧
め
て
い
る（
27
）。
こ
の
年
に
田
辺
は
『
数
理
哲
学
研
究
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
論
文
と
し
て
、
先
ほ

ど
触
れ
た
「
連
続
、
微
分
、
無
限
」
の
他
に
「
負
数
及
び
虚
数
」
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
ポ
ア
ン
カ
レ
の
『
科
学
の
価
値
』
の
翻
訳
、
さ

ら
に
こ
の
年
の
四
月
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
哲
学
研
究
』
の
第
二
号
に
「
普
遍
に
就
い
て
」
を
発
表
し
て
い
る
。
翌
年
の
『
哲
学
研
究
』
へ

の
寄
稿
は
「
数
理
の
認
識
」「
時
間
論
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
西
田
が
書
簡
で
寄
稿
を
頼
ん
だ
も
の
で
あ
る（
28
）。
西
田
自
身
、

創
刊
号
の
巻
頭
を
飾
る
形
で
「
現
代
の
哲
学
」
を
発
表
し
、
こ
れ
以
降
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
『
芸
文
』
か
ら
こ
ち
ら
に
移

動
し
て
連
載
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
も
積
極
的
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
背

景
も
や
は
り
田
辺
宛
の
書
簡
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
前
年
の
や
り
と
り
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
関
す
る
話
題
は
非
常
に
多
く
、
例
え
ば
先
述

の
「
自
然
数
論
」
の
議
論
を
な
お
深
め
る
と
い
う
問
題
の
た
め
に
『
論
理
学
研
究
』
を
勧
め
て
い
た
り
、『
ロ
ゴ
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
厳

密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」
を
貸
し
出
し
た
り
し
て
い
た（
29
）。
こ
の
や
り
と
り
の
田
辺
側
の
結
実
を
「
普
遍
に
就
い
て
」
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
田
辺
は
、
西
田
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
の
一
月
に
発
表
し
た
「
二
十
四
」
以
降
の
議
論（
30
）
を
踏
ま
え
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
周
辺
の
対
象
、
内
容
、
作
用
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
余
談
で
は
あ
る
が
こ
の
論
文
で
田
辺
が
「
一
般
者
の
自
己
限
定
」

﹇
Ｔ
一
・
一
〇
四
﹈
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
も
こ
こ
で
注
記
し
て
お
き
た
い
。

　

一
九
一
七
年
に
、
つ
い
に
西
田
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
連
載
を
打
ち
切
る
。
ま
た
、
田
辺
も
年
内
に
数
理
哲
学
に
関
す



八
一

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

る
一
連
の
論
文
の
執
筆
を
終
え
、
翌
年
一
月
か
ら
三
月
に
最
後
の
「
幾
何
学
の
論
理
的
基
礎
」
を
発
表
し
た
後
、
博
士
論
文
と
し
て
ま
と

め
て
京
大
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
流
れ
に
至
る
ま
で
に
、
両
者
と
も
に
数
学
へ
の
積
極
的
な
思
索
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
が
、
割
愛
す
る
。

こ
の
連
載
終
了
に
際
し
て
西
田
は
、
田
辺
に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

小
生
は
も
う
二
三
月
の
中
に
「
自
覚
―
―
」
を
一
先
づ
や
め
今
後
は
問
題
を
分
け
て
明
了
に
精
細
に
論
じ
て
見
た
い
と
考
へ
候　

併

し
「
自
覚
―
―
」（
読
者
に
対
し
随
分
無
責
任
の
も
の
な
が
ら
）
岩
波
君
の
求
も
あ
り
ま
と
め
て
出
版
し
て
見
た
い
と
存
じ
居
り
候　

就
て
は
小
生
は
随
分
他
人
の
書
を
よ
む
の
か
粗
略
な
り
小
生
の
書
き
た
中
に
誤
も
多
か
ら
ん
と
存
じ
候　

何
卒
そ
う
い
ふ
点
に
て
御

心
付
の
処
あ
ら
ば
御
遠
慮
な
く
御
指
摘
被
下
度
願
上
候
〔
…
…
〕
あ
の
論
文
は
も
は
や
貴
兄
と
中
川
の
外
に
よ
み
く
れ
る
人
な
し
と

存
じ
候　
﹇
十
九
・
五
三
四
﹈

こ
の
よ
う
に
、
西
田
の
側
か
ら
し
て
も
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
具
体
的
な
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
た
の
は

田
辺
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、「
悪
戦
苦
闘
の
ド
ッ
キ
ュ
メ
ン
ト
」﹇
二
・
十
一
﹈
と
し
て
難
解
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
の
著
作
を
、
読

者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
田
辺
と
の
関
係
を
読
み
込
む
と
い
う
仕
方
で
、
い
く
ら
か
明
晰
に
展
開
を
整
理
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

五　

田
辺
の
博
士
号
取
得
と
京
都
帝
国
大
学
招
聘　
（
一
九
一
八
―
一
九
一
九
）

　

一
九
一
八
年
は
田
辺
の
人
生
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
年
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
連
の
論
文
を
ま
と
め
直
し
た
『
数
理
哲
学
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研
究
』
が
博
士
論
文
の
審
査
を
通
過
し
、
そ
の
後
多
く
の
科
学
者
、
哲
学
者
に
広
く
読
み
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
『
科
学
概
論
』
が
出
版

さ
れ
、西
田
か
ら
は
「
小
生
は
機
を
見
て
貴
兄
を
京
都
の
文
科
の
助
教
授
位
に
推
薦
し
て
見
よ
う
と
存
じ
居
り
候
が
御
考
い
か
が
に
候
か
」

﹇
十
九
・
五
五
三
﹈と
提
案
さ
れ
た
年
で
あ
る
。こ
れ
を
受
け
て
翌
年
に
田
辺
が
京
都
帝
国
大
学
の
助
教
授
に
就
任
し
て
か
ら
は
、両
者
は「
京

都
学
派
」
を
代
表
す
る
二
人
の
哲
学
者
と
し
て
聳
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
本
節
で
そ
の
過
程
を
押
さ
え
て
、
両
者
の
関
係
性
の
概

観
を
終
え
た
い
。
こ
の
時
期
か
ら
西
田
は
『
意
識
の
問
題
』
に
収
録
さ
れ
る
論
文
を
執
筆
し
始
め
、
田
辺
も
『
数
理
哲
学
研
究
』
で
の
一

連
の
数
理
科
学
的
業
績
か
ら
認
識
主
観
の
研
究
へ
移
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
諸
論
文
も
、
例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
受
容
な
ど
の
観
点
か
ら

非
常
に
興
味
深
い
応
答
関
係
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
招
聘
の
経
緯
の
み
に
限
定
し
て
簡
単
に
扱
う
。

　

前
年
に
早
稲
田
大
学
で
激
し
い
学
校
紛
争
が
起
こ
り
、
波
多
野
精
一
が
九
月
に
辞
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
深
田
康
算
が
動

い
て
、
こ
の
一
九
一
八
年
の
一
月
か
ら
波
多
野
は
京
都
帝
国
大
学
の
宗
教
学
講
座
の
授
業
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
早
稲
田
が
も
め
て

い
た
こ
の
時
期
に
、
ち
ょ
う
ど
田
辺
は
早
稲
田
へ
の
就
職
の
話
が
持
ち
上
が
り
、
こ
の
こ
と
を
書
簡
で
西
田
に
相
談
し
て
い
た（
31
）。
田

辺
は
「
仙
台
に
居
り
苦
い
」﹇
十
九
・
五
四
四
﹈
と
い
う
話
を
、
こ
れ
ま
で
に
も
西
田
に
度
々
漏
ら
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
田
辺
の
担
当
す

る
講
義
に
出
席
す
る
人
数
が
あ
ま
り
に
少
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
深
刻
な
心
労
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る（
32
）。
一
九
一
四
年
の
時
点
で

西
田
は
、「
図
書
も
少
な
か
る
べ
く
話
相
手
も
な
き
こ
と
は
自
己
の
研
究
が
果
し
て
い
か
ゞ
の
価
値
あ
る
も
の
か
誠
に
砂
漠
の
中
を
独
り

で
旅
行
す
る
如
き
心
持
に
て
何
と
な
く
覚
束
な
き
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
に
は
候
が
何
卒
か
ゝ
る
事
に
頓
着
せ
ず
何
処
ま
で
も
自
己
の
信

す
る
所
に
よ
つ
て
御
研
究
を
御
進
め
被
遊
候
様
奉
祈
候
」﹇
十
九
・
五
一
九
﹈
と
励
ま
す
こ
と
で
、
東
北
に
お
い
て
孤
独
に
思
索
す
る
田
辺

を
遠
方
か
ら
支
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
い
う
状
況
を
踏
ま
え
て
の
早
稲
田
へ
の
異
動
の
相
談
に
、
西
田
は
数
学
や
自
然
科
学
の
研
究

に
関
し
て
は
東
北
に
残
る
方
が
便
利
で
は
あ
る
が
、
哲
学
に
関
し
て
は
東
京
に
い
る
方
が
便
利
な
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
案

し
て
い
る
。
そ
の
後
「
早
稲
田
の
気
風
と
は
一
致
せ
ざ
る
」
と
い
う
田
辺
の
心
境
を
受
け
て
、「
断
ら
れ
候
は
よ
き
御
決
心
な
り
」
と
寄
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り
添
っ
て
い
る
。
田
辺
は
結
局
早
稲
田
の
就
職
口
を
断
る
わ
け
だ
が
、こ
れ
で
哲
学
の
研
究
状
況
が
改
善
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

西
田
は
「
仙
台
に
居
て
は
純
哲
学
の
方
面
の
書
物
を
熟
読
研
究
す
る
こ
と
御
忘
れ
な
き
様
奉
祈
候
」﹇
十
九
・
五
四
四
﹈
と
念
を
押
し
て
い

る
が
、
や
は
り
田
辺
の
状
況
に
関
し
て
は
心
配
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
数
理
哲
学
研
究
』
の
審
査
と
並
行
し
て
「
小
生
も

で
き
る
だ
け
貴
兄
の
将
来
の
た
め
に
も
考
へ
度
と
存
じ
居
り
候
」﹇
十
九
・
五
四
八
﹈
と
書
き
送
っ
て
い
る
。

　

六
月
十
九
日
、『
数
理
哲
学
研
究
』
は
無
事
教
授
会
の
審
査
を
通
り
、
田
辺
は
博
士
号
を
授
与
さ
れ
る
。
こ
の
出
版
に
際
し
て
田
辺
は

西
田
に
序
文
の
執
筆
を
依
頼
し
、
西
田
は
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
る
。

　

七
月
二
十
三
日
、
西
田
は
田
辺
に
「
全
く
小
生
の
頭
に
だ
け
あ
る
事
」﹇
十
九
・
五
五
三
﹈
で
は
あ
る
が
、
京
都
に
招
聘
し
た
い
と
考
え

て
い
る
旨
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
一
九
年
の
帝
国
大
学
令
改
正
に
伴
う
大
学
改
変
に
際
し
て
の
機
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
田

辺
に
は
東
京
で
も
採
用
の
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
東
北
で
も
昇
進
の
話
が
出
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
事
情
の
中
、
西
田

は
田
辺
の
意
志
に
と
に
か
く
重
き
を
置
き
つ
つ
、
京
都
に
招
聘
で
き
る
よ
う
な
駆
け
引
き
を
内
で
も
外
で
も
試
み
て
い
た
。
一
九
一
八
年

か
ら
一
九
一
九
年
に
か
け
て
の
田
辺
宛
書
簡
の
ほ
と
ん
ど
が
田
辺
の
意
志
を
問
い
つ
つ
将
来
の
地
位
に
関
し
て
の
内
容
を
含
む
も
の
で
あ

り
、
単
純
に
書
簡
の
数
だ
け
で
も
こ
れ
ま
で
の
量
を
上
回
り
頻
度
も
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
結
実
と
し
て
、
一
九
一
九

年
五
月
十
四
日
に
「
当
地
大
学
助
教
授
と
し
て
貴
兄
を
御
招
き
す
る
こ
と
本
日
の
教
授
会
に
て
確
定
い
た
し
候
」﹇
十
九
・
五
六
三
﹈
と
い

う
瞬
間
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
田
辺
は
七
月
に
一
度
鎌
倉
の
実
家
に
戻
っ
て
か
ら
、
早
速
九
月
か
ら
京
都
で
特
殊
講
義
「
論
理
学
」

と
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
分
析
論
」
の
演
習（
33
）
を
担
当
し
た
。
こ
の
年
の
最
後
の
書
簡
が
八
月
七
日
で
途
絶
え
て
い
る
こ

と
は
、東
北
と
京
都
と
い
う
距
離
を
埋
め
る
た
め
の
書
簡
が
必
要
な
く
な
り
、同
僚
関
係
が
実
現
し
た
事
実
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
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本
稿
で
は
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
西
田
と
田
辺
の
関
係
性
に
着
目
し
た
。
こ
の
時
期
の
両
者
の
交
流
は
極
め
て
良
好
な
関
係
に
象
徴

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
前
提
に
多
く
の
哲
学
的
議
論
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
田
辺
の
『
数
理

哲
学
研
究
』
に
関
す
る
議
論
が
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
連
載
し
て
い
た
西
田
の
問
題
意
識
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、

書
簡
な
ど
か
ら
垣
間
見
た
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
示
唆
に
留
ま
る
叙
述
に
終
わ
っ
て
い
る
。
今
後
は
こ
の
点
に
焦
点
を
絞
っ
て

分
析
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
で
き
る
限
り
史
実
的
整
理
を
試
み
た
が
、
拙
い
叙
述
に
よ
り
混
乱
を
招
く
点
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
特
に
時
系
列
的
な
整
理
に
関
し
て
は
、
注
の
後
に
付
し
た
付
録
の
年
表
を
同
時
に
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

固
よ
り
以
上
の
粗
雑
な
叙
述
で
こ
の
時
期
の
両
者
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
西
田
や
田
辺
の
哲
学
的
内
実
に
注
目

す
る
こ
と
が
第
一
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
哲
学
研
究
的
に
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
孤
立
的
に
刊
行
著
作
の
哲

学
的
議
論
の
み
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
場
合
に
は
適
切
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
現
今
指
摘
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
影
響

関
係
を
広
く
見
る
視
座
が
必
要
で
あ
る
し
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
で
い
く
ら
か
明
示
さ
れ
た
と
思
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
視
座
を
余
す
こ
と

な
く
紙
面
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
随
所
圧
縮
や
捨
象
を
経
て
限
定
的
に
論
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
が
却
っ
て
不
十
分
な
点
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
批
判
は
批
判
と
し
て
受
け
と
め
つ
つ
、
よ
り
精
細
で
明
晰
な
考
察

の
た
め
の
叩
き
台
と
し
て
、
本
稿
が
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



八
五

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

〔
凡
例
〕

一
．
西
田
幾
多
郎
の
テ
ク
ス
ト
は
、
基
本
的
に
旧
版
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
―
一
九
六
六
）
よ

り
引
用
し
、﹇
巻
号
・
頁
数
﹈
の
形
で
略
記
す
る
。
新
版
の
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
全
二
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
―

二
〇
〇
九
）
は
、
新
資
料
や
年
譜
、
索
引
な
ど
の
点
で
適
宜
参
照
し
た
。

二
．
田
辺
元
の
テ
ク
ス
ト
は
、基
本
的
に
『
田
辺
元
全
集
』（
全
十
五
巻
、筑
摩
書
房
、一
九
六
三
―
一
九
六
四
）
よ
り
引
用
し
、﹇
Ｔ
巻
号
・

頁
数
﹈
の
形
で
略
記
す
る
。

三
．
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
に
提
出
し
た
修
士
論
文
「
数
学
的
関
心
を
中
心
に
見
る
二
人
の
哲
学
者
の
邂
逅
―
―
西
田
幾
多
郎
と
田
辺

元
―
―
」（
京
都
大
学
）
の
一
部
を
元
に
、
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

藤
田
正
勝「
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
」『
思
想
』一
〇
九
九
号
、
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
十
一
頁
。

（
2
） 

注
（
1
）
の
論
文
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て

は「
田
辺
元
の
生
涯
と
思
想
―
―
田
辺
元
先
生
没
後
五
〇
年
を
記
念
し

て
」（『
求
真
』十
九
号
、
求
真
会
、
二
〇
一
二
年
）が
よ
り
詳
し
い
。

（
3
） 

宮
本
和
吉「
田
辺
君
の
思
い
出
」『
田
辺
元
全
集
』月
報
十
、
筑
摩

書
房
、
一
九
六
四
年
、
二
頁
。

（
4
） 

桑
木
厳
翼
は
彼
を「
英
米
に
発
し
た「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
も

亦
心
理
学
に
よ
つ
て
論
理
学
を
説
か
ん
と
す
る
も
の
で
、
其
説
を
独
墺

に
伝
へ
る
に
努
め
る
イ
ェ
ル
ー
ザ
レ
ム
も
亦
先
天
説
と
進
化
説
と
を

聯
結
せ
ん
こ
と
を
図
る
点
に
於
て
、
生
起
的
方
法
を
以
て
一
切
を
説

明
せ
ん
と
す
る
心
理
主
義
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
脈
で
説

明
し
て
い
る（『
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
一
七
年
、

二
三
五
頁
）。
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（
5
） 
西
田
は「
純
粋
経
験
派
」と「
純
論
理
派
」と
い
う
呼
称
を
用
い
て

い
る﹇
一
・
二
〇
九
―
二
一
〇
﹈。

（
6
） 

注（
1
）、
十
―
十
一
頁
参
照
。

（
7
） 

新
版『
全
集
』「
年
譜
」二
十
四
巻
、
三
一
〇
頁
参
照
。
ま
た
、「
日

記
」﹇
十
七
・
二
五
六
﹈も
参
照
。

（
8
） 

多
く
の
研
究
が
こ
の
論
文
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
特
に「
西
田
の
問
題
意
識
と
心
理
主
義
批
判
と
の
間
の
ず
れ
」
を
指

摘
し
た
氣
多
雅
子「〈
名
著
再
考
〉
西
田
幾
多
郎『
善
の
研
究
』
―
―
純

粋
経
験
は
心
理
主
義
的
か
―
―
」（『
思
想
』一
〇
九
九
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
）を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
9
） 

桑
木
彧
雄
に
つ
い
て
は
田
中
節
子「
桑
木
彧
雄
と
日
本
の
物
理
学

―
―
相
対
性
理
論
を
軸
と
し
て
―
―
」（
辻
哲
夫
編
著『
日
本
の
物
理
学

者
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。
な
お
、
本
著
所
収

の
辻
哲
夫「
日
本
に
お
け
る
物
理
学
の
自
立
」
は
、
長
岡
半
太
郎
や
石

原
純
が
活
躍
し
た
当
時
の
日
本
の
物
理
学
事
情
を
も
論
じ
て
お
り
、「
相

対
性
の
問
題
」
を
起
点
と
す
る
田
辺
の
物
理
学
へ
の
関
心
を
追
う
上
で

参
考
に
な
る
。

（
10
） 

一
九
一
四
年
八
月
五
日
付
田
辺
宛
書
簡
で
、
西
田
は
自
分
の
考

え
と
は
反
対
で
は
あ
る
が「
必
ず
一
読
す
べ
き
論
文
」﹇
十
九
・
五
一
五
﹈

と
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
論
文「
一
者
、
統
一
及
び
一
」を
勧
め
て
い
る
。

（
11
） 

原
題
は
、D

ie Einheit der physikalischen W
eltbildung. 

紹

介
時
、
田
辺
は「
物
理
学
的
世
界
形
象
の
統
一
」と
翻
訳
し
て
い
た
。

（
12
） 

プ
ラ
ン
ク『
物
理
学
的
世
界
像
の
統
一
』田
辺
元
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
二
八
年
。

（
13
） 

旧
版
の
全
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
版『
全
集
』
十
三

巻
に
は
、
こ
の
時
の
講
演
の
梗
概
が『
独
立
評
論
』（
一
九
一
三
）
に
発

表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は「
反
自
然
科
学

的
思
想
」と
い
う
題
目
が
付
さ
れ
、デ
ィ
ル
タ
イ
、ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
三
者
の
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

例
え
ば
九
鬼
周
造
と
の
関
係
で
、
宮
野
真
生
子『
出
逢
い
の
あ
わ

い
―
―
九
鬼
周
造
に
お
け
る
存
在
論
理
学
と
邂
逅
の
論
理
』（
堀
之
内

出
版
、
二
〇
一
九
年
）が
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
15
） 「
日
記
」﹇
十
七
・
三
〇
八
﹈参
照
。

（
16
） H

erm
ann C

ohen. D
ie Logik der reinen Erkenntnis 

(H
erm

ann C
ohen W

erke, B
d. 6, hrsg. von H

elm
ut H

olzhey 
(H

ildesheim
: O

lm
s Verlag, 1987-), S. 26-27). 

（
17
） Ibid., S. 12.

（
18
） 

こ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
詳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

惜
し
ま
れ
る
が
、
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問

題
』で
遂
行
し
た「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」(D

ie G
rundlegung der 
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M
etaphysik)

な
ど
を
頭
の
片
隅
に
置
き
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
マ
ー
ル

ブ
ル
ク
学
派
的
な「
基
礎
づ
け
」
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
即
断
的
に
解

釈
す
る
こ
と
に
は
、
筆
者
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。

（
19
） 

そ
も
そ
も
こ
の
書
簡
の
発
見
は
一
九
六
六
年
の『
西
田
幾
多
郎
全

集
』
改
版
時
に
由
来
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
書
簡
の
ほ
と

ん
ど
が
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
下
村
寅
太
郎
は「
追
憶
―
―
記

録
的
な
こ
と
二
、三
―
―
」（
武
内
義
範
・
武
藤
一
雄
・
辻
村
公
一
編『
田

辺
元 

思
想
と
回
想
』筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
）に
お
い
て
こ
れ
ら
を

「
す
べ
て
師
弟
水
魚
の
交
わ
り
を
示
す
香
気
に
溢
れ
た
美
し
い
書
簡
」

（
二
八
八
頁
）
と
語
っ
て
お
り
、
波
多
野
精
一
を
交
え
な
が
ら
こ
の
邂

逅
の
記
録
を
書
き
綴
っ
て
い
る
。

（
20
） 

以
下
の
お
お
よ
そ
の
展
開
は
、
拙
稿「〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
近
代
日

本
哲
学
に
お
け
る
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
ヘ
ン
受
容
に
関
す
る
覚
書
」（『
人

文
学
論
叢
』
二
一
号
、
愛
媛
大
学
人
文
学
会
、
二
〇
一
九
年
）
で
も
触

れ
た
。

（
21
） 

田
辺
の
こ
の
論
文
に
対
す
る
西
田
の
評
価
は
高
く
、
後
に
発
表

さ
れ
る「
現
代
の
哲
学
」に
お
い
て
も
二
つ
の
新
カ
ン
ト
学
派
の「
精
細

に
し
て
明
確
な
る
叙
述
及
び
比
較
」﹇
一
・
三
四
八
﹈
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

（
22
） 

田
辺
宛
の
書
簡
で
西
田
は「Sein

に
は
種
々
の
種
類
が
あ
る
が

そ
の
中
に
通
有
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き〔
る
の
〕で
は
な〔
か
〕ら
う

か　

併
し
正
確
な
る
意
味
に
於
て
存
在
と
い
ふ
こ
と
は
右
の
如
き
広

義
で
は
な
く
時
空
の
上
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る　

併
し
か
く

狭
く
か
ぎ
れ
は
数
学
的
対
象
の
如
き
も
存
在
と
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
」

﹇
十
九
・
五
一
八
―
五
一
九
﹈
と
述
べ
て
い
る
。『
自
覚
に
於
け
る
直
観

と
反
省
』
で
は
基
本
的
に「
数
と
い
ふ
の
は
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
い
、
我
々
の
思
惟
の
創
造
で
あ
る
」﹇
二
・
七
五
﹈
と
い
う
立
場

を
と
る
こ
と
で
、
経
験
的
対
象
存
在
の
実
在
性
か
ら
区
別
す
る
意
味
で

「
純
粋
思
惟
」の
側
に
数
理
の
体
系
を
包
摂
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
23
） 「
幾
何
学
の
論
理
的
基
礎
」は
後
に『
数
理
哲
学
研
究
』の
外
篇
と

し
て
収
録
さ
れ
た
が
、「
貴
兄
の
幾
何
学
の
根
本
概
念
研
究
を
拝
見
い

た
し
度
候
」﹇
十
九
・
五
三
二
﹈
と
西
田
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
お
そ
ら
く

一
つ
の
機
縁
と
な
っ
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
） 

主
に
こ
の
ス
タ
ン
ス
は
、
主
に
パ
ウ
ル
・
ナ
ト
ル
プ
の『
精
密

科
学
の
論
理
的
基
礎
』(Paul N

atorp, D
ie logischen G

rundlagen 
der exakten W

issenschaften. Leipzig u. B
erlin: D

ruck und 
Verlag von B

. G
. Teubner, 1910)

の
叙
述
に
負
っ
て
い
る
。
こ
の

著
作
の
刊
行
後
ま
も
な
く
出
版
さ
れ
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の『
実
体
概
念

と
関
数
概
念
』（
一
九
一
〇
）も
田
辺
は
参
照
し
て
い
る
が
、
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
自
身
が
ナ
ト
ル
プ
の
こ
の
著
作
を
典
拠
に
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
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し
て
も（Ernst C

assirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. 
D

arm
stadt: W

issenschaftliche B
uchgesellschaft. 1969. S. 

51

）、
主
た
る
参
照
軸
は
ナ
ト
ル
プ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
25
） 

田
辺
元「
自
然
数
論（
下
）」『
哲
学
雑
誌
』
三
三
八
号
、
五
二
頁
。

な
お
、
こ
の「
直
観
の
原
始
的
統
一
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
西
田
は

田
辺
の
意
図
を
十
分
汲
ん
だ
上
で「
何
だ
か
あ
ま
りstatical

の
様
に

考
へ
ら
れ
る
恐
な
き
か
」﹇
十
九
・
五
二
三
﹈と
指
摘
し
て
い
る
。

（
26
） 

田
辺
元「
連
続
、
微
分
、
無
限（
承
前
）」『
哲
学
雑
誌
』三
四
九
号
、

二
四
頁
。

（
27
） 「
貴
兄
も
御
健
康
ち
と
不
十
分
な
る
由
近
来
ち
と
勉
強
が
す
ぎ
た

る
に
あ
ら
ざ
る
か　

休
暇
に
も
な
ら
ば
萬
事
を
放
棄
し
て
静
に
御
保
養

遊
ば
れ
度
候
」﹇
十
九
・
五
三
〇
﹈。
ま
た
、
ち
ょ
う
ど
連
載
を
開
始
し

た「
連
続
、
微
分
、
無
限
」
は
当
初
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
に
関
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ラ
ッ
セ
ル
の
論
争
を
最
終
的
に
論
じ
る

と
い
う
目
的
で
起
稿
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
完
結
し
た
三
回
目
の
掲

載
の
末
尾
に「
余
の
健
康
と
身
辺
の
事
情
と
は
遺
憾
に
も
今
此
の
稿
を

続
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
や
う
な
始
末
と
な
つ
た
の
で
、
暫
ら
く
此
処

に
筆
を
擱
き
他
日
期
を
得
て
右
の
問
題
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
ふ
」

（
田
辺
元「
連
続
、
微
分
、
無
限
」『
哲
学
雑
誌
』
三
五
一
号
、
四
八
頁
）

と
計
画
が
頓
挫
し
て
お
り
、
こ
の
体
調
不
良
が
当
時
の
田
辺
の
研
究
に

大
き
な
支
障
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
計
画
自
体
は
翌

年
の「
変
数
及
び
函
数
」で
回
収
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） 「「
変
数
と
函
数
」「
数
理
の
認
識
」
の
御
論
文
も
し
貴
兄
が
哲
学

雑
誌
の
方
へ
御
約
束
も
な
く
ば
何
卒
是
非
〳
〵
哲
学
研
究
の
方
へ
御
出

し
被
下
度
く
れ
〳
〵
願
上
候　
「
時
間
」
の
論
文
の
方
も
東
京
の
方
へ

義
理
わ
る
く
な
く
ば
願
上
候
」﹇
十
九
・
五
三
二
﹈。
こ
の
う
ち「
変
数
及

び
函
数
」は
、『
哲
学
雑
誌
』に
掲
載
さ
れ
た
。

（
29
） 

書
簡﹇
十
九
・
五
二
一
―
五
二
六
﹈
の
あ
た
り
の
一
連
の
流
れ

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
つ
い
て
の
注
目
は

﹇
十
九
・
五
二
五
﹈を
参
照
。

（
30
） 

こ
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
西
田
は
事
前
に
田
辺
に「
小
生
は

B
olzano

やB
rentano

を
本
と
し
てM

einong

やH
usserl

や

Lipps

に
至
る
例
のInhalt u. G

egenstand

の
区
別
な
ど
を
論
ず
る

墺
国
か
ら
起
つ
た
一
派
の
思
想
に
就
て
十
分
考
へ
て
見
度
と
存
じ
居
り

候
」﹇
十
九
・
五
一
四
﹈と
伝
え
て
い
た
。

（
31
） 

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
遊
佐
道
子「
伝
記
」（『
西
田
哲
学
選
集 

別
巻
一
』燈
影
舎
、
一
九
九
八
年
、
二
六
四
―
二
六
六
頁
）に
詳
し
い
。

ま
た
注（
19
）の
下
村「
追
憶
」、そ
し
て
竹
田
篤
司『
物
語「
京
都
学
派
」』

（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
八
―
五
八
頁
）も
参
考
に
し
た
。

（
32
） 
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
六
年
頃
に
物



八
九

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

理
学
科
の
学
生
と
し
て
田
辺
の
課
外
講
義
を
聴
講
し
た
佐
藤
兊
に
よ
る

と
、
最
初
の
心
理
学
概
論
の
講
義
は
二
十
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
次
の
哲
学
概
論
は「
初
め
は
数
人
で
し
た
が
、
後
に
は
私
と
内

田
君〔
内
田
良
道
と
い
う
数
学
科
の
学
生
―
―
筆
者
注
〕と
二
人
き
り
」

に
な
っ
た
と
い
う（
佐
藤
兊「
田
辺
元
先
生
追
憶
」『
田
辺
元
全
集
』月
報

十
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
七
頁
）。

（
33
） 

こ
の
担
当
に
関
す
る
背
景
は
特
に
一
九
一
九
年
五
月
十
八
日
付

の
書
簡
と
六
月
八
日
付
の
書
簡
を
参
照
。
ま
た
、
八
月
七
日
付
の
こ
の

年
最
後
の
書
簡
の
末
尾
に「
大
学
の
授
業
の
は
じ
ま
る
の
は
大
抵
九
月

十
五
日
過
と
存
じ
候
」﹇
十
九
・
五
七
〇
﹈と
あ
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

九
〇

付録：1910年代を中心とする西田―田辺に関する年表付録：1910 年代を中⼼とする⻄⽥̶⽥辺に関する年表 
 
〔凡例〕 
・⻄⽥幾多郎については基本的に新版『⻄⽥幾多郎全集』第 24 巻所収の「年譜」を参照した。 
・⽥辺元については『⽥辺元全集』第 15 巻所収の「⽥辺元年譜」、『⽥辺元 思想と回想』所収の「年譜」を参照した。 
・⻄⽥、⽥辺の項⽬においては、刊本として公刊された著作を  で⽰し、その都度の時事を  で⽰した。 
・『哲学雑誌』掲載論⽂のうち、「論説」ではなく「批評紹介」として掲載されたものは、題⽬の前に*を付した。 
 
 

⻄⻄暦暦  
 
 

 
1904 

 
 

1907 
 

1908 
 
 

1910 
 
 
 

1911 
 
 
 
 
 
 

1912 

⻄⻄⽥⽥幾幾多多郎郎((11887700--11994455))  
 
 
 
 
 
 
3 ⽉「実在に就て」 
 
3 ⽉「「国⽂学史講話」の序」 
8 ⽉「純粋経験と思惟、意志及知的直観」 
 
8 ⽉ 京都帝国⼤学 倫理学助教授 
11 ⽉「ベルクソンの哲学的⽅法論」 
 
 
1 ⽉「トルストイについて」 

 1 ⽉『善の研究』弘道館  
4 ⽉「愚禿親鸞」 
8-9 ⽉「認識論に於ける純論理派の主張に
就て」 
11 ⽉「ベルクソンの純粋持続」 
 
2 ⽉「法則」 
9 ⽉「論理の理解と数理の理解」 
10 ⽉「⾼橋(⾥⾒)⽂学⼠の拙著『善の研究』
に対する批評に答ふ」 
10 ⽉「認識論者としてのアンリ・ポアンカ
レ」 
 

⽥⽥辺辺元元((11888855--11996622))  
 
 
 
7 ⽉ 第⼀⾼等学校理科卒業 
9 ⽉ 東京帝国⼤学理科⼤学数学科⼊学 
 
 
 
7 ⽉ 東京帝国⼤学⽂科⼤学哲学科卒業 

東京帝国⼤学⼤学院⼊学 
 
9 ⽉「措定判断に就て」 
11 ⽉*「リップス⽒『意識と対象』」 

（⽂学⼠ H・T ⽣名義） 
 
6-7 ⽉*「イェルザレム⽒の『批評的観念論
と純粋論理学』」 
 
 
 
 
 
4 ⽉*「相対性の問題」 
6 ⽉ ⼤学院退学 
8 ⽉*「カントと⾃然科学」 
9-11 ⽉*「ブートルー⽒『⾃然法の観念』」 
12 ⽉*「桑⽊理学⼠の『物理学上認識の問
題』 
 
 

そそのの他他  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ⽉ 京都⽂学会 
4 ⽉『芸⽂』刊⾏
開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ⽉ ⾼橋⾥美 
「意識現象の事
実と其意味（⼀）」 
6 ⽉ 同上（⼆） 
  



九
一

京
都
の
西
田
幾
多
郎
と
東
北
の
田
辺
元
〔
山
本
〕

（⻄⽥）                （⽥辺） 
1913 

 
 
 
 
 
 

 
 

1914 
 
 
 
 
 
 

1915 
 
 
 
 
 

1916 
 
 
 
 
 
 
 
 

1917 

4 ⽉ 6⽇ 「歴史と⾃然科学」で講演 
8 ⽉ 宗教学講座の教授に就任 
9 ⽉「⾃然科学と歴史学」 
9 ⽉「⾃覚に於ける直観と反省」（⼀）〜（三） 

（※以下「⾃覚」と略記） 
11 ⽉「⾃覚」（四）〜（六） 
12 ⽉ ⽂学博⼠号 
 
 
2 ⽉「「物質と記憶」の序⽂」 
3 ⽉「⾃覚」（七）（⼋） 
4 ⽉「「⼩泉⼋雲伝」の序」 
8 ⽉ 哲学哲学史第⼀講座の教授に就任 
8 ⽉「⾃覚」（九）（⼗） 
11 ⽉「⾃覚」（⼗⼀）〜（⼗三） 
 
1 ⽉「⾃覚」（⼗四）（⼗五） 
3 ⽉「⾃覚」（⼗六）（⼗七） 

 3 ⽉ 『思索と体験』千章館  
6 ⽉「⾃覚」（⼗⼋）〜（⼆⼗） 
12 ⽉「⾃覚」（⼆⼗⼀）〜（⼆⼗三） 
 
1 ⽉「⾃覚」（⼆⼗四）〜（⼆⼗六） 
3 ⽉「⾃覚」（⼆⼗七）〜（⼆⼗九） 
4 ⽉「現代の哲学」 
7 ⽉「『認識の対象』序」 
8 ⽉「コーヘンの純粋意識」 
10 ⽉「⾃覚」（三⼗）〜（三⼗⼆） 
11 ⽉「⾃覚」（三⼗三）〜（三⼗六） 
12 ⽉「⾃覚」（三⼗七）（三⼗⼋） 
 
1 ⽉「⾃覚」（三⼗九） 
2 ⽉「⾃覚」（四⼗）（四⼗⼀） 
4 ⽉「⾃覚」（四⼗⼆） 
5 ⽉「⾃覚」（四⼗三）（四⼗四） 
5 ⽉「ロッツェの形⽽上学」 
 5 ⽉『現代に於ける理想主義の哲学』弘道館  

6 ⽉「種々の世界」 
 10 ⽉『⾃覚に於ける直観と反省』岩波書店  

10 ⽉「⽇本的といふことに就て」 

3-5 ⽉*「プランク⽒『物理学的世界形象の
統⼀』」 
8 ⽉ 東北帝国⼤学理学部講師に就任 
8 ⽉*「相対性原理に対するナトルプ⽒の批
評」 
9 ⽉「物理学的認識に於ける記載の意義̶
キルヒホッフ及マッハの批評」 
12 ⽉*「ポアンカレ⽒『空間と時間』」 
 
2-3 ⽉「認識論に於ける論理主義の限界̶
マールブルヒ派とフライブルヒ派の批評」 
3 ⽉*「桑⽊理学⼠の物理学の⽅法に関する
⼀論⽂」 
9 ⽉*「数学的対象の存在に就いて̶メディ
クスの論⽂を読む」 
 
2-4 ⽉「⾃然科学対精神科学・⽂化科学」 
3-4 ⽉「⾃然数論」 

 11 ⽉『最近の⾃然科学』岩波書店  
 
 
 
2 ⽉ 14⽇ 結婚 
2-3, 5 ⽉「連続、微分、無限」 
5 ⽉「普遍に就いて」 

 6 ⽉ 翻訳『科学の価値』岩波書店  
12 ⽉「負数及び虚数」（上） 
 
 
 
 
1 ⽉「負数及び虚数」（下） 
4 ⽉「数理の認識」 
5-6 ⽉「変数及び函数」 
7 ⽉「道徳的⾃由」 
8 ⽉「時間論」 
8 ⽉「再び道徳的⾃由に就いて」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ⽉ 1⽇ 
⻄⽥から⽥辺宛
に書簡交流開始 
11 ⽉京都哲学会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ⽉『哲学研究』
刊⾏開始 
 
 
 
 
 
 
 
9 ⽉ 三⽊清、京
都帝国⼤学⼊学  



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

九
二

（⻄⽥）                （⽥辺） 
1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1919 
 
 

1 ⽉「意識とは何を意味するか」 
1 ⽉「ライプニッツの本体論的証明」 
3 ⽉「象徴の真意義」 
6 ⽉「感覚」 
7 ⽉「感情」 
9 ⽉ 3⽇ ⺟寅三死去 
9 ⽉「意志」 
 
 
 
 
 
 
 
1 ⽉「芸術の対象界」 
2-3 ⽉「経験内容の種々なる連続」 
4 ⽉「意志実現の場所」 
5-6 ⽉「意志の内容」 
6 ⽉「関係に就いて」 
9 ⽉「意識の明暗に就いて」 

1-3 ⽉「幾何学の論理的基礎」 
2-3 ⽉「独逸唯⼼論に於ける哲学的認識の
問題」 
5 ⽉「左右⽥博⼠の著『経済哲学の諸問題』
を読む」 
5 ⽉「無限の世界」 
6 ⽉ 19⽇ 博⼠論⽂通過 
7 ⽉「数理哲学研究」より⽂学博⼠号 

 9 ⽉『科学概論』岩波書店  
9 ⽉「個別的因果律の論理に就きて左右⽥
博⼠の教を乞ふ」 
9 ⽉「カントの⾃由論に就いて」 
11 ⽉「ライプニッツ哲学の意義」 
 
1 ⽉「真といふ語の意味」 
5 ⽉「「意識⼀般」に就いて」 
8 ⽉ 京都帝国⼤学の助教授に就任 
9 ⽉「紀平学⼠論⽂中の引⽤句に就き⼀⾔
す」 
11 ⽉「認識主観の問題」（⼀） 

 
 
 


